
清
少
納
言
の
感
動

清
少
納
言

『枕
冊
子
』
第
九
段

(瞰
暾
恥
酣
畑
轍

搬
簿

靆

柵
)
は
、

よ
ろ

こ
び

奏
す
る

こ
そ
を
か
し
け
れ
。

う
し

ろ
を
ま
か
せ
て
、

御
前
の
方
に
む
か
ひ
て
立
て

る
を
。

拝
し
舞
踏

し
さ
わ
ぐ
よ
。

と

い

っ
た
短
少

段
の

一
つ
で
あ
る
。

こ
れ
は

一
般

的
に
、叙

任
の

お
礼
言
上
を
す
る
さ
ま
は
面
白

い
も

の
だ
。

下
襲
の
裾
を
後
に
ひ

い
て
主
上
の
方
に

向

っ
て
立

っ
て

い
る
よ
。
ま
た
拝
舞
し
て
忙

し

く
立
ち

ふ
る
ま
う

こ
と
よ
。

と

い

っ
た
意
味
に
訳
さ
れ

て
い
る
。

一
体

こ
れ
で

は
清
少
納
言
が
ど

の
よ
う
な
意
図
を
持

っ
て

こ
の

段
を
綴

っ
た

の
か
は

っ
き
り

し
な

い
。
そ

こ
で
、

こ
の
段
を
宮
廷
儀
式

の
メ

モ
あ

る
い
は
備
忘
的
記

事

で
は
な
か

っ
た

か
と
見

る
向
き
も
あ

る
。

し
か

雨

海

博

洋

し
誇
り
高
き
宮
廷
女
性

の
作
者
、
何

の
文
芸
意
図

も
な

し
に
備
忘
的
記
事
を
も

の
し
た
も

の
で
あ
ろ

う
か
。
与

え
ら
れ

た
紙
数
で

は
枕
冊
子

の
跋
文
を

細
く
検
討
す

る
暇

は
な

い
が
、
跋
文

に
あ

る
枕
册

子

の
自
評

は
、

一
応
謙
辞
に
よ

っ
て
綴
ら
れ

て
い

る
が
、
そ

の
裏

に
は
例

の
自
負
心
と
も

い
う

べ
き

も

の
が
ち
ら

つ
い
て
お
り
、
明
ら

か
に
読
者
を
意

識

し
て
書

い
た
文
芸
書

で
あ

る
。

し
か
も
、

こ
の

冊
子

は
跋
文

に
よ
れ
ば
、
中
宮

の
御
兄
内
大
臣
伊

周
が
、
主
上

と
中
宮

に
そ
れ
ぞ
れ
奉

っ
た
立
派

な

も

の
で
あ

る
。

こ
れ
を
中
宮

か
ら
頂
戴

し
、
そ
れ

に
書
き
誌

し
た
も

の
が
単

に
備
忘
的

メ
モ
で
あ

っ

て
よ
い
も

の
だ
ろ
う

か
。
彼
女

の
誇

り
高
き
文
才

が

こ
の
貴
く
華
麗

な
冊
子

に
相
当
文
芸
的
野
心

を

燃
や

し
て
立

ち
向

っ
た
と
見

て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

そ
の
点
、
池

田
亀
鑑
博
士

は

こ
の
段

を

「
随
筆

行
事

に
関

す
る
も

の
」

(
全
講
枕
草
子
)

と
し
て

随
筆

の
部

に
入

れ
て
考

え
て
い
る
。

ま
た
、
早

く

金
子
元
臣
氏

は

「
一
体
長
袖
長
裾

で
翩

々
た
る
姿

を
、
優
雅

と
感
ず

る
の
は
、
古
今
東

西
の
差
別

も

な
い
こ
と
で
、

心
理
的

に
当

然
の
帰
結

で
は
あ

る

…
…
」

(枕
草
子
評
釈
)

と
記
事

内
容

を
美
的
観

点

か
ら
捉

え
ら
れ
て
い
る
の
は

一
応
賛
成

す

べ
き

方
向

に
行

っ
て
い
る
。

更
に
、

こ
れ
を
内
面
的

に

捉

え
ら
れ
た
の
が
岡

一
男
博
士

で
、

「
優
雅

な
儀

礼

の
中

に
喜
悦

の
気
持

の
現

わ
れ
て

い
る
と

こ
ろ

に
面

白
さ
を
感

じ
て
い
る
の
で
あ

る
。
」

(枕

草

子
精
講
)

と
評

さ
れ
、

一
歩
前
進

し
た
考

え
を
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
先
学

の
ご
高
説

を
基

に
、

い
さ
さ
か
筆
・者

な
り
の
見
解
を
述

べ
て
み
た

い
。

「
よ
ろ

こ
び
奏

す
る
」
と
は
言

う

ま

で

も

な

く
、

任
官

や
叙

位
の
後

に
参

内
し
て
御
礼
言

上
す

る
奏

慶
、

拝
賀
の

こ
と
で
、

当
時
の
宮
廷
人

と
し

て
は
最
大

の
関
心
事

で
あ

っ
た
。

清
少

納
言

も
枕

冊
子
三
段
の
中

「
八
日

人

の
よ
ろ

こ
び
し
て
走

ら
す
る
車

の
音
、

こ
と
に
聞

え
て
を
か
し
。

」
と

記
し
て
、

日
頃
耳
障
り
な
車

の
音

も
、

奏
慶
の
日

は

一
種
格
別

に
響

い
て
快

い
と
言

っ
て

い
る
。

そ

一40一



の
よ
う

に
奏
慶

は
王
朝
人

に
と

っ
て

は
よ
ろ

こ
ば

し
い
の
で
あ

る
が
、

こ
の
段

に
い
う

「
よ
う

こ
び

奏
す

る
こ
そ
を

か
し
け
れ
し

の

「
を

か
し
」

は
単

に
奏
慶

そ
の
も

の
の
よ
ろ
こ
び

を
表

わ
し
た
も

の

で
は
な
い
。

「
こ
そ
を
か
し
け

れ
」

と
強
調
表
現

さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、

そ
の

「
を
か
し
」

を

発

せ
さ
せ
る
何

物
か
が
他

に
あ

る
は
ず

で
あ
る
。

そ
れ
は

「
を
か
し
け
れ
」

に
続

く

「
う
し
ろ
を
ま

か
せ
て
、

御
前

の
方

に
む
か
ひ
て
立
て
る
を
」
と

「
拝
し
舞
踏

し
さ
わ
ぐ
よ
」
の

二
つ
の
情
景

.
動

作
が
基
に
な

っ
て

い
る
。
中
宮
に
近
侍

し
、
そ
の

関
係
上
主
上
近
く
あ

る
折
、
奏
慶

の
世
界
を
覗
き

見
得
た
感
動

の

一
シ
ー
ソ
で
あ

る
。

,
「
う

し
ろ
を

ま
か
せ

て
、
御
前

の
方

に
む

か
ひ

て
立

て
る
を
」

は
、
昇
進

の
お
礼
言
上

に
衣
冠
束

帯
姿
も

重
々
し
く
、
下
襲

の
裾

を
真
直

に
後
方

に

引
き
、
直
立
し
て
笏
を
把
り
(藹

警

譜

鐇

蒲

る
)
、

昇

進
の
感

動
を
内
に
籠

め
て

い
る
情
態
で

あ

る
。

そ
の
内
に
秘

め
た
感

動
の
世
界
の
中
に
清

少
納

言
の
感
情

も
投
入
し
、

そ
れ
が
盗

れ
て

「
立

む

て
る
を
」
の

「
を
」
と

い
う
感
動
の
間
投
助
詞
と

な

っ
て
表
れ
た
の

で
あ
る
。
間
投
助
詞

「
を
」

は

相
手
志
向
型

の
助
詞

で
、
相
手

に
訴

え
る
緊
迫

し

た
表

現

(酒
井
憲
二
氏

「間
投
助
詞
や
・
を
・
ゑ
.
よ

『国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
四
十
五
年
十
」万

)

で
あ

る
。

内
な
る
も
の
を
強

く
相
手

に
訴

え
る
も

の
な
ら
ば
、
前

述
し
た
如
く
奏
慶
者

の
感

動
の
中

に
傍
観

者
で
あ
る
作
者
の
感

情
が
移
入
し
、

奏
慶

者
の
心
情
と
合
二

し
て
発
し
た
詠
嘆
感
動
の
助
辞

で
あ

る
。

次

に

「
拝

し
舞
踏

し
さ
わ
ぐ

よ
」

は
、

お
礼
言

上
が
終

る
と
、
謝
意

を
表
す

る
拝
舞

に
入

る
。
拾

ノ

シ
テ

キ

ヲ

チ
テ

芥
抄

に

「
舞
踏
事
、
再
拝
置
笏
、
立
左
右
左
、
居

リ

ヲ

シ

テ

レ

ス

左
右
左
、
取
笏
小
拝
、
立
再
拝
」

と

あ

る

よ

う

レ

に
、
立

っ
て
左
右
左
、
居

っ
て
左
右
左

と
舞

う
。

そ
れ
も

今
ま
で
じ

っ
と
秘

め
て
い
た
感

動
が
堰

を

切

っ
た
か
の
如
く

「
さ
わ
ぐ
よ
」
と

い

っ
た
動
作

に
な

っ
て
表
れ
る
。

「
さ
わ
ぐ
」
は
忙
し
く
動
き

ま
わ

る
の

で
あ
る
。
堀
川
百
首
慶
賀
の
俊
頼
の
歌

に

「
か
し
は
ぎ
を
椎

の
さ
え
だ
に
折

か
け

て
左
右

左
ま

で
や

ふ
し
ま

う
ぶ
ら

ん
」

の
ご
と
く
裾
を
左

右

に
振
り
流

し
な
が
ら
、
あ

た
か
も
伏

し
ま
う
ぶ

よ
う

に
泳
ぐ
が
如
く
激

し
く
舞
う
。

こ
の
歓
喜

の

頂
点

を
表

す
激

し
い
舞

い
を
、
が

っ
ち

り
と
作
者

の
心
に
受
け
止

め
、
拝
舞
者

の
心
情

を
そ
れ
と
認

識

し
て
指

し
示

し
て

い
る
の
が
間

投
助
詞

「
よ
」

で
あ
る
。

「
よ
」
は
判

断
を
確
認

し
て
念

を
押

し

相
手
に
持
ち
か
け
、

意
を
強
く
表
す
働
き
が
あ

る

(前
載
酒
井
憲
ご

氏
間
投
助
詞

)

か
ら

で
あ

る
。

以
上

の
二
つ
の
現
象

そ
の
も

の
が

「
を
か
し
」

と
い
う

の
で
は
な
い
。

二

つ
の
も

の
が
あ

る
時
点

を
境

目
に
感
動

を
内
に
じ

っ
と

こ
ら
え
た
直
立
不

動

の
巌

の
ご

と
ぎ

「
静
」

の
世

界
か
ら
歓

喜
の
絶

頂

を
示
す
激

流
の
ご
と
き

「
動
」
の
世
界

へ
急
変

し
て

い
く
様

と
、

そ
れ
ら
の

「
静
」
と

「
動
」
の

対
照
が
か
も
す
感
動
が

「
…
…

こ
そ

い
と
を

か
し

け
れ
」
と
な

っ
て
く

る
。
従

っ
て
、

「
を

か
し
」

を
面
白

い
と

か
、
ほ
ほ

え
ま

し
い
と
訳
す

の
は
ど

う

で
あ
ろ
う

か
。
「
静
」

の
世
界

の
感
動

の

「
を
」
、

「
動
」

の
世
界

の
感
動

の

「
よ
」

を
内
蔵

し
て
い

る

「
を
か
し
」

は
、
や

は
り
感
動
深

い
意

を
表

す

も

の
と
し
て
採

ら
ね
ば

な
ら
な

い
。

枕

冊

子

の

「
を
か
し
」
の
中
に
は

「
あ
は
れ
」
に
近

い
意
味

を
持

っ
て
い
る
の
も
少

く
な

い
が
、

こ
こ
も
そ
の

一
例
と
し
て
考

え
ら
れ
よ
う
。

で
は
な
ぜ
、

清
少

納

言
は

「
を
か
し
」

で
は
な
く

「
あ

は
れ
」
を
ず

ば
り
と
使
わ
な
か

っ
た
の

で
あ
ろ

う

か
。

そ

れ

は
、

こ
の
段
が
昇
進

お
礼

の
晴
が
ま

し
く
明

る
い

奏
慶

の
場

で
、
そ

こ
に
は

一
片
悲
哀
感
も

な
か

っ

た

か
ら

で
あ

ろ
う
。
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